
　
　
　
聖
な
る
樹
々
　
（
上
）

　
　
　
　
　
　
　
－
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
「
青
柳
物
語
」
と
「
十
六
桜
」
に
つ
い
て
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
　
　
野
　
　
陽
　
　
子

　
　
　
　
　
　
一
、
樹
霊
の
物
語

　
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
一
八
五
〇
－
Ｔ
九
〇
四
）
の
晩
年
の
再
話
作
品
集
『
怪
談
』
（
一
九
〇
四
）
に
は
、
「
雪
女
」
「
む
じ
な
」

「
耳
な
し
芳
一
」
な
ど
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
の
ほ
か
に
、
全
十
五
篇
の
う
ち
樹
木
に
ま
つ
わ
る
話
が
三
篇
含
ま
れ
て
い
る
。
柳
の
樹

の
精
と
結
ば
れ
た
若
者
の
「
青
柳
物
語
」
と
、
寒
い
う
ち
に
花
を
つ
け
る
早
咲
き
の
桜
樹
の
由
来
を
語
る
「
乳
母
桜
」
と
「
十
六

桜
」
の
三
作
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
、
日
本
の
古
い
怪
奇
な
物
語
や
不
思
議
な
話
の
再
話
を
『
霊
の
日
本
』
『
影
』
『
骨
董
』
な
ど
に
収
め
て
き
た
が
、
特
に

構
成
に
意
を
尽
く
し
た
、
遺
作
と
も
言
え
る
最
後
の
作
品
集
に
至
っ
て
、
他
の
怪
談
話
と
は
ま
っ
た
く
読
後
感
の
異
な
る
樹
木
の
物

語
が
入
っ
て
い
る
。
ハ
ー
ン
は
こ
れ
ら
の
物
語
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
認
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
日
本
に
つ
い
て
の
ハ
ー
ン
の
第
一
作
で
あ
る
『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
（
一
八
九
四
）
に
ふ
く
ま
れ
る
紀
行
文
を
読
む
と
、
日
本
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の
自
然
風
景
の
中
で
も
特
に
樹
々
の
風
情
に
心
を
ひ
か
れ
た
様
子
が
そ
こ
に
は
う
か
が
え
る
。

　
巨
大
な
古
樹
に
囲
ま
れ
た
寺
や
神
社
の
境
内
、
山
上
へ
と
続
く
石
段
や
山
道
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
欝
蒼
と
生
い
茂
る
杉
や
楓

の
林
。
そ
う
し
た
樹
々
が
つ
く
り
だ
す
、
ほ
の
暗
い
空
間
の
厳
か
さ
と
神
聖
さ
に
、
ハ
ー
ン
は
「
地
蔵
」
「
盆
踊
り
」
「
杵
築
」
な
ど

初
期
の
文
章
の
な
か
で
繰
り
返
し
触
れ
て
い
た
。

　
ま
た
後
年
、
東
京
の
市
ケ
谷
に
住
ん
で
い
た
頃
に
は
、
隣
の
瘤
寺
の
緑
濃
い
墓
地
を
朝
夕
散
策
す
る
の
を
何
よ
り
の
楽
し
み
と

し
、
そ
こ
の
境
内
の
樹
木
が
伐
り
倒
さ
れ
た
時
に
悲
し
み
怒
っ
て
、
転
居
の
一
因
と
な
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。

　
一
八
九
〇
年
の
春
、
来
日
直
後
の
ハ
ー
ン
は
横
浜
近
郊
の
神
社
仏
閣
を
み
て
ま
わ
り
な
が
ら
、
咲
き
誇
る
桜
の
美
し
さ
に
感
嘆
し

て
、
こ
う
記
し
た
。

　
　
「
ど
う
し
て
日
本
で
は
、
樹
木
が
こ
う
も
美
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
西
洋
で
は
、
梅
や
桜
が
花
を
つ
け
て
も
、
目
を
み
は
ら
せ
る
光

景
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
が
、
こ
の
国
で
は
世
に
も
不
思
議
な
美
し
さ
な
の
で
、
ど
ん
な
に
あ
ら
か
じ
め
本
で
読
ん
で

い
る
人
も
、
実
景
に
接
す
れ
ば
、
思
わ
ず
知
ら
ず
息
を
呑
む
。
葉
は
見
え
ず
、
一
面
に
う
す
も
の
を
延
べ
た
よ
う
な
花
の
霞
で
あ

る
。
こ
の
神
々
の
国
で
は
、
昔
か
ら
木
々
も
ま
た
、
人
間
に
な
れ
親
し
ん
で
わ
が
子
の
よ
う
に
い
と
お
し
ま
れ
、
そ
の
果
て
に
木
々

に
さ
え
魂
と
い
う
も
の
が
宿
る
よ
う
に
な
り
、
ち
ょ
う
ど
愛
さ
れ
た
女
の
す
る
よ
う
に
、
自
分
を
い
っ
そ
う
美
し
く
す
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｉ
）

っ
て
、
こ
の
国
の
人
た
ち
に
感
謝
の
こ
こ
ろ
を
表
そ
う
と
つ
と
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
」
（
「
東
洋
の
土
を
踏
ん
だ
日
」
）

　
こ
こ
で
直
接
讃
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
ん
な
花
も
及
ば
な
い
ほ
ど
美
し
い
」
と
Ｂ
・
Ｈ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
で

　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

さ
え
評
し
た
と
い
う
、
春
の
桜
の
幻
想
的
な
光
景
で
あ
る
。
た
だ
、
ハ
ー
ン
は
、
花
と
し
て
景
色
と
し
て
の
美
し
さ
に
感
心
す
る
だ
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け
で
は
な
く
、
日
本
と
い
う
神
々
の
国
で
は
樹
々
に
さ
え
魂
と
い
う
も
の
が
宿
っ
て
い
る
と
感
じ
、
し
か
も
樹
木
の
優
し
い
風
情
は

人
間
と
心
が
通
い
あ
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
と
ら
え
て
、
そ
こ
に
心
動
か
さ
れ
て
い
る
。

　
出
雲
の
松
江
に
赴
任
す
る
と
、
山
陰
各
地
で
注
連
縄
を
巻
い
た
老
樹
や
御
弊
を
飾
っ
た
神
木
を
見
聞
き
し
て
、
そ
う
い
う
民
間
信

仰
や
習
俗
に
興
味
を
抱
い
た
。
自
宅
と
し
た
武
家
屋
敷
の
庭
の
四
季
を
彩
る
花
や
樹
々
に
纏
わ
る
伝
説
や
迷
信
を
も
ひ
と
つ
ひ
と
つ

書
き
留
め
て
お
り
、
「
本
に
、
少
な
く
と
も
日
本
の
本
に
魂
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
自
然
な
幻
想
な
ど
と
は
思
え
な
い
。
…
…

あ
る
意
味
で
、
人
間
の
用
に
立
つ
べ
く
創
造
さ
れ
た
も
の
と
い
う
西
洋
古
来
の
樹
木
観
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
宇
宙
の
真
理
に
近
い

と
い
う
印
象
を
与
え
る
」
（
「
日
本
の
ふ
七
」
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
ハ
ー
ン
が
、
虫
や
蛙
な
ど
小
さ
な
生
き
物
や
草
木
の
命
を
慈
し
み
、
動
物
に
も
植
物
に
も
人
間
と
同
じ
霊
魂
の
存
在
を
認
め
る
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

于
ベ
ズ
ム
的
世
界
観
に
共
感
を
覚
え
る
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
重
ね
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
に
は
虫
に
ま
つ
わ

る
物
語
や
研
究
も
多
い
。

　
た
し
か
に
、
「
青
柳
物
語
」
な
ど
の
樹
霊
の
話
を
晩
年
の
ハ
ー
ン
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
樹
木
に
対
す
る
愛
着
や
民
俗
学
的
関

心
、
そ
し
て
万
物
の
背
後
に
霊
的
な
も
の
を
感
じ
と
る
心
性
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
他
の
怪
談
話
の
再
話
の
場
合
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
素
材
と
し
た
原
話
に
手
を
加
え
て
い
る
。
な
ら
ば
、
ハ
ー

ン
は
何
を
ど
の
よ
う
に
変
え
た
上
で
、
『
怪
談
』
に
収
め
た
の
か
。
「
青
柳
物
語
」
お
よ
び
「
十
六
桜
」
と
は
い
か
な
る
物
語
な
の

か
。
そ
し
て
日
本
に
も
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
な
ど
西
洋
に
も
、
連
綿
と
伝
わ
る
樹
霊
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
を
ハ
ー
ン
は
い
か
に
自
ら
の
再

話
作
品
の
中
に
と
り
入
れ
、
か
つ
変
容
さ
せ
た
の
か
。
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ニ
、
「
青
柳
物
語
」
－
樹
霊
の
い
ざ
な
い

　
　
「
青
柳
物
語
」
（
T
h
e
S
t
o
r
y

o
fA
o
y
a
g
i
）
は
人
間
の
男
が
柳
の
樹
の
精
と
結
ば
れ
る
話
で
あ
る
。

　
能
登
の
大
名
に
仕
え
る
友
忠
と
い
う
名
の
若
侍
が
い
た
。
文
武
両
道
に
秀
で
て
主
君
の
覚
え
め
で
た
く
、
眉
目
秀
麗
で
人
柄
も
よ

か
っ
た
。
あ
る
冬
の
こ
と
、
主
君
の
密
命
を
帯
び
て
都
に
上
る
こ
と
に
な
る
。
旅
路
に
出
た
の
は
、
一
番
寒
い
時
期
で
、
北
国
は
す

っ
か
り
雪
に
包
ま
れ
て
い
た
。
途
中
、
山
の
中
で
、
友
忠
は
吹
雪
に
襲
わ
れ
る
。
あ
た
り
に
人
家
は
な
く
、
吹
き
つ
の
る
風
の
中
、

馬
も
疲
れ
き
っ
て
こ
れ
以
上
進
め
そ
う
に
な
い
。
日
が
暮
れ
、
不
安
に
か
ら
れ
た
そ
の
時
、

　
　
思
い
も
か
け
ず
、
小
さ
な
家
の
藁
葺
き
の
屋
根
が
目
に
入
っ
た
。
そ
れ
は
柳
の
樹
々
が
生
い
立
つ
近
く
の
丘
の
頂
き
に
あ
っ

　
た
。
や
っ
と
の
こ
と
で
疲
れ
た
馬
を
そ
の
小
家
ま
で
せ
き
た
て
て
行
き
、
こ
の
吹
雪
の
夜
し
っ
か
り
閉
ざ
さ
れ
た
雨
戸
を
激
し
く

　
叩
い
た
。
老
婆
が
雨
戸
を
開
け
て
く
れ
た
。
そ
し
て
見
知
ら
ぬ
美
貌
の
若
者
の
様
子
を
見
て
、
い
た
わ
る
よ
う
に
言
っ
た
。
「
ま

　
あ
、
お
気
の
毒
な
。
こ
ん
な
空
模
様
の
日
に
若
い
お
方
が
一
人
旅
を
な
さ
ろ
う
と
は
。
お
侍
さ
ま
、
さ
あ
、
ど
う
ぞ
中
へ
お
入
り

　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
く
だ
さ
い
ま
せ
」

　
旅
人
が
森
の
奥
深
く
、
道
に
迷
い
、
途
方
に
暮
れ
る
。
宵
闇
の
中
、
か
な
た
に
見
え
る
人
家
の
灯
り
。
民
話
や
童
話
に
よ
く
見
ら

れ
る
、
魔
と
出
会
う
、
不
思
議
な
物
語
の
始
ま
り
を
知
ら
せ
る
設
定
で
あ
る
。
一
面
の
雪
が
一
層
、
非
日
常
の
舞
台
を
つ
く
り
だ
し

て
い
る
。
そ
し
て
丘
の
上
の
柳
の
樹
陰
の
家
の
中
へ
、
「
さ
あ
、
ど
う
ぞ
」
と
招
き
入
れ
る
老
婆
の
言
葉
は
そ
の
ま
ま
、
物
語
空
間
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へ
の
誘
い
と
な
る
。

　
こ
の
静
か
で
民
話
的
な
導
入
部
に
続
い
て
展
開
す
る
の
が
、
若
い
ふ
た
り
の
出
会
い
と
恋
、
結
婚
、
そ
し
て
別
れ
ま
で
の
話
で
あ

る
。

　
友
忠
は
質
素
で
奥
床
し
い
老
夫
婦
に
温
か
く
迎
え
入
れ
ら
れ
、
一
夜
の
宿
を
乞
う
。
そ
し
て
そ
こ
の
美
し
い
娘
を
見
初
め
た
。
娘

は
名
を
青
柳
と
い
っ
た
。
髪
は
長
く
波
う
ち
、
粗
末
な
身
な
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
お
や
か
な
美
し
さ
と
優
し
さ
に
友
忠
は
心
奪

わ
れ
る
。
娘
の
方
も
頬
を
赤
ら
め
、
ふ
た
り
は
和
歌
を
や
り
と
り
し
て
、
互
い
の
気
持
ち
を
確
か
め
あ
う
。
友
忠
は
結
婚
を
申
し
入

れ
た
。
老
夫
婦
は
喜
び
な
が
ら
も
、
身
分
を
考
え
て
恐
縮
し
、
娘
を
託
す
こ
と
に
は
同
意
す
る
。
翌
朝
、
遠
慮
深
い
老
夫
婦
は
友
忠

が
お
礼
の
金
子
を
渡
そ
う
と
し
て
も
、
決
し
て
受
け
取
ら
な
い
。
そ
し
て
友
忠
が
娘
を
大
事
に
し
て
く
れ
る
と
信
じ
て
い
る
、
と
い

う
言
葉
と
と
も
に
二
人
を
送
り
だ
す
。

　
都
に
出
た
友
忠
は
、
ま
だ
結
婚
許
可
を
主
君
か
ら
得
て
い
な
い
た
め
、
青
柳
を
人
目
に
つ
か
ぬ
よ
う
隠
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

美
し
さ
を
聞
き
知
っ
た
色
好
み
の
細
川
俣
に
、
無
理
や
り
召
し
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
細
川
侯
は
主
君
の
さ
ら
に
主
筋
に
あ
た
る
有
力

な
大
名
で
あ
る
。
友
忠
は
自
分
の
非
力
を
嘆
き
、
危
険
を
承
知
で
青
柳
に
密
か
に
詩
を
綴
っ
て
送
っ
た
。
翌
日
、
大
名
に
呼
び
出
さ

れ
死
を
覚
悟
し
て
出
向
く
と
、
大
名
は
心
打
た
れ
た
面
持
ち
で
友
忠
の
詩
を
詠
じ
て
、
そ
れ
ほ
ど
想
い
あ
っ
て
い
る
の
な
ら
、
こ
こ

で
婚
礼
を
挙
げ
る
が
よ
い
と
告
げ
る
と
、
奥
の
間
に
通
じ
る
襖
が
左
右
に
さ
っ
と
開
く
。
そ
こ
に
は
、
重
臣
た
ち
が
勢
揃
い
し
た
中

に
、
花
嫁
姿
の
青
柳
が
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
ふ
た
り
は
皆
々
か
ら
祝
福
さ
れ
、
華
や
か
に
喜
ば
し
く
式
が
行
わ
れ
る
。

　
ふ
た
り
の
恋
の
展
開
と
成
就
の
い
き
さ
つ
の
部
分
は
、
会
話
も
多
く
、
互
い
の
気
持
ち
が
深
ま
っ
て
い
く
様
が
描
か
れ
、
ま
た
老

親
や
細
川
侯
と
の
か
ら
み
な
ど
を
へ
て
、
ま
る
で
オ
ベ
ラ
か
バ
レ
ー
の
大
団
円
の
よ
う
に
華
や
か
に
締
め
括
ら
れ
る
。
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だ
が
、
幸
せ
な
五
年
が
過
ぎ
た
あ
る
日
、
突
然
妻
が
苦
し
そ
う
な
声
を
発
し
た
と
思
う
と
、
み
る
み
る
う
ち
に
弱
っ
て
い
く
。
驚

き
心
配
す
る
夫
に
、
妻
は
言
う
。

　
　
「
ふ
た
り
が
結
ば
れ
た
の
も
き
っ
と
何
か
前
世
の
因
縁
で
し
ょ
う
。
こ
の
幸
せ
な
結
び
つ
き
が
、
き
っ
と
来
世
で
も
ふ
た
り
を
一

緒
に
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
で
も
こ
の
世
の
縁
は
こ
れ
で
お
し
ま
い
で
す
。
も
う
お
別
れ
な
の
で
す
」
。
そ
し
て
打
ち
明
け
る
。
「
私
は

実
は
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
樹
の
魂
が
私
の
魂
、
樹
の
心
が
私
の
心
、
柳
の
樹
の
樹
液
が
私
の
命
な
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
誰
か

が
、
い
ま
無
残
に
も
、
私
の
樹
を
伐
り
倒
そ
う
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
死
な
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
…
…
」
。

　
　
い
ま
一
度
苦
痛
の
叫
び
を
発
す
る
と
、
女
は
顔
を
そ
む
け
、
そ
の
美
し
い
顔
を
袖
の
蔭
に
隠
そ
う
と
し
た
。
だ
が
ほ
と
ん
ど
同

　
じ
瞬
間
に
女
の
体
全
体
が
奇
妙
に
崩
れ
て
下
へ
下
へ
と
沈
ん
で
つ
い
に
床
ま
で
沈
ん
だ
。
…
…
友
忠
が
支
え
よ
う
に
も
妻
の
体
は

　
も
う
ど
こ
に
も
な
い
。
畳
の
上
に
は
美
し
い
青
柳
の
ぬ
け
殼
と
な
っ
た
着
物
と
髪
に
さ
し
て
あ
っ
た
飾
り
だ
け
が
落
ち
て
い
た
。

　
友
忠
は
剃
髪
し
て
仏
門
に
帰
依
す
る
。
廻
国
の
僧
と
な
っ
て
国
中
を
あ
ま
ね
く
行
脚
し
、
各
地
の
霊
場
に
詣
で
た
。
そ
し
て
巡
礼

の
途
中
、
か
つ
て
青
柳
の
家
が
あ
っ
た
は
ず
の
場
所
を
た
ず
ね
あ
て
る
が
、
い
ま
は
跡
形
も
な
い
。

　
　
そ
こ
に
は
三
本
の
柳
の
樹
の
切
株
Ｉ
二
本
は
老
樹
で
一
本
は
ま
だ
若
い
柳
の
切
株
ｌ
が
あ
る
の
み
だ
っ
た
。
そ
れ
は
友
忠

　
が
そ
こ
に
着
く
は
る
か
前
に
伐
り
倒
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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友
忠
は
か
た
わ
ら
に
墓
を
建
て
る
と
、
そ
こ
に
経
文
を
刻
み
、
青
柳
と
そ
の
父
母
の
た
め
に
手
厚
く
仏
事
を
営
ん
だ
。

　
　
「
青
柳
物
語
」
は
し
っ
と
り
と
し
た
情
緒
と
優
し
さ
に
包
ま
れ
て
終
わ
る
。
他
の
怪
異
譚
に
お
け
る
よ
う
な
死
者
は
登
場
せ
ず
、

恐
怖
、
裏
切
り
、
疑
い
、
恨
み
な
ど
か
け
ら
も
な
く
、
あ
る
の
は
愛
と
善
意
、
信
頼
と
誠
意
で
あ
る
。
登
場
す
る
人
々
の
気
持
ち
は
、

若
い
二
人
の
間
は
勿
論
の
こ
と
、
友
忠
と
老
夫
婦
、
そ
し
て
友
忠
と
細
川
公
と
の
間
で
も
、
み
な
必
ず
通
い
あ
う
。
別
れ
と
死
も
浄

化
さ
れ
、
ハ
ー
ン
の
怪
談
の
多
く
で
悲
劇
の
引
き
金
と
な
る
〃
前
世
の
因
縁
〃
で
さ
え
、
こ
こ
で
は
幸
せ
な
縁
が
来
世
で
も
繰
り
返

さ
れ
る
保
証
と
な
る
。
友
忠
は
剃
髪
し
て
仏
門
に
入
る
が
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
ハ
ー
ン
が
再
話
し
た
「
お
し
ど
り
」
「
因
果
話
」

　
「
持
田
の
百
姓
」
な
ど
の
結
末
の
よ
う
に
主
人
公
が
罪
業
の
深
さ
を
悔
い
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
友
忠
に
は
何
の
過
ち
も
悪
因
縁
も

な
く
、
ひ
と
え
に
菩
提
を
弔
う
と
い
う
形
で
愛
を
貫
く
た
め
で
あ
る
。
友
忠
と
青
柳
が
織
り
な
す
の
は
、
あ
く
ま
で
も
純
粋
で
清
ら

か
な
物
語
だ
と
い
え
る
。

　
　
「
青
柳
物
語
」
の
原
話
は
、
奇
談
を
集
め
た
浮
せ
草
子
の
『
玉
す
だ
れ
』
（
辻
堂
兆
風
作
、
元
禄
十
七
年
〔
一
七
〇
四
年
〕
刊
）
巻
三

　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

に
あ
る
「
柳
精
霊
妖
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
荒
筋
や
状
況
設
定
は
同
じ
だ
が
、
ハ
ー
ン
の
再
話
に
比
べ
て
全
体
的
に
短

く
、
一
見
小
さ
く
み
え
る
よ
う
で
実
は
重
要
な
違
い
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　
　
「
文
明
の
年
中
能
登
の
国
の
大
守
畠
山
義
統
の
家
臣
に
岩
木
七
郎
友
忠
と
云
ふ
者
有
り
。
幼
少
の
比
よ
り
才
智
世
に
勝
れ
、
文
章

に
名
を
得
和
漢
の
才
に
富
た
り
。
」
と
始
ま
る
「
柳
精
霊
妖
」
は
、
続
い
て
、
主
君
が
細
川
氏
に
与
し
て
山
名
氏
攻
略
の
た
め
に
越

前
の
山
中
に
出
陣
し
た
経
緯
を
具
体
的
に
述
べ
て
、
不
穏
な
戦
乱
の
世
に
生
き
な
が
ら
も
詩
文
の
才
に
長
け
た
一
人
の
若
侍
の
姿
を

ま
ず
打
ち
出
す
。
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そ
し
て
そ
の
友
忠
が
雪
の
中
で
娘
の
家
を
み
つ
け
る
場
面
は
、

　
　
「
雪
千
峰
を
埋
み
、
寒
風
は
だ
へ
を
通
し
、
馬
な
づ
み
て
進
ま
ず
。
路
の
旁
ら
に
茅
舎
の
中
に
煙
ふ
す
ぶ
り
け
れ
ば
、
友
忠
馬
を

う
ち
よ
せ
て
み
る
に
、
姥
祖
父
十
七
八
の
娘
を
中
に
置
き
只
三
人
、
焼
火
に
眠
り
居
た
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
ハ
ー
ン
の
再
話
で
は

　
「
柳
の
樹
々
が
生
い
た
つ
丘
の
上
」
に
家
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
山
の
中
の
道
ぞ
い
に
小
家
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
そ
れ

が
実
は
道
端
の
柳
の
樹
だ
っ
た
こ
と
は
結
末
に
な
ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。

　
ま
た
、
原
話
で
は
娘
に
「
青
柳
」
と
い
う
名
前
も
つ
い
て
い
な
い
。
友
忠
が
見
初
め
た
娘
は
「
花
の
ま
な
じ
り
麗
し
く
、
雪
の
肌

清
ら
か
に
や
さ
し
く
媚
び
て
」
、
「
神
仙
の
住
ま
い
か
と
あ
や
し
ま
る
」
ほ
ど
の
美
貌
で
あ
る
と
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
最
後
に
樹
の

精
で
あ
る
こ
と
を
み
ず
か
ら
明
か
す
ま
で
、
特
に
そ
の
気
配
は
な
い
。
「
柳
精
霊
妖
」
と
い
う
題
名
を
別
に
す
れ
ば
、
原
話
で
は
柳

の
樹
へ
の
言
及
は
最
後
に
し
か
な
く
、
全
体
的
に
樹
木
の
イ
メ
ー
ジ
は
希
薄
な
の
で
あ
る
。

　
む
し
ろ
原
話
の
方
で
目
立
つ
の
は
、
友
忠
と
娘
の
相
聞
歌
と
、
友
忠
が
書
き
送
っ
た
漢
詩
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
歌
が
話
を
展
開

さ
せ
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
ず
冒
頭
で
、
友
忠
は
「
文
章
に
名
を
得
和
漢
の
才
に
富
た

り
」
と
、
詩
文
の
才
が
う
た
わ
れ
る
。
若
い
ふ
た
り
は
歌
の
や
り
と
り
で
心
が
通
じ
、
娘
の
間
髪
を
入
れ
ぬ
鮮
や
か
な
返
歌
ぶ
り
に

友
忠
は
「
只
人
に
あ
ら
じ
」
と
結
婚
を
求
め
る
。
そ
し
て
、
女
を
奪
い
と
ら
れ
て
綴
っ
た
切
々
た
る
漢
詩
の
力
が
、
時
の
権
力
者
を

も
「
こ
れ
汝
の
句
な
り
や
。
誠
に
深
く
感
心
す
」
と
そ
の
心
を
動
か
し
、
「
則
ち
女
を
呼
出
し
友
忠
に
与
え
、
剰
さ
へ
種
々
の
引
出

物
し
て
返
し
給
ふ
」
の
は
、
「
尤
も
文
道
の
徳
な
り
け
り
」
と
い
う
。

　
つ
ま
り
、
話
の
中
で
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
の
は
、
詩
文
の
力
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。
和
歌
に
よ
っ
て
二
人
が
ち
ぎ
り
、
つ
い
で

漢
詩
に
よ
っ
て
公
的
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
経
緯
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
が
関
わ
る
世
界
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
面
白
い
が
、
い
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ず
れ
に
せ
よ
、
詩
歌
の
力
で
神
仙
の
存
在
と
も
、
こ
の
世
の
権
力
者
と
も
心
が
通
じ
合
う
の
で
あ
る
。
「
柳
精
霊
妖
」
は
樹
霊
の
話

で
あ
り
、
仏
教
説
話
の
而
も
も
つ
。
し
か
し
、
話
の
核
に
流
れ
る
の
は
、
詩
歌
に
は
天
地
鬼
神
を
も
感
動
さ
せ
る
力
が
あ
る
と
す

る
、
「
古
今
集
仮
名
序
」
以
来
の
考
え
方
だ
ろ
う
。
そ
し
て
友
忠
は
戦
国
の
世
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
詩
心
を
も
っ
た
若
侍

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
や
は
り
江
戸
時
代
の
怪
異
課
集
で
あ
る
『
伽
嫡
子
』
（
浅
井
了
意
編
著
、
寛
文
六
年
〔
一
六
六
六
年
〕
刊
）
は
、
『
剪
燈
新
話
』
な
ど
中

国
の
怪
奇
物
語
を
素
材
に
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
中
に
「
早
梅
花
妖
精
」
と
い
う
話
が
あ
る
。
「
柳
精
霊
妖
」
の
友
忠
と
同
じ
よ
う

に
戦
乱
の
最
中
で
も
「
敷
島
の
道
」
を
忘
れ
ぬ
と
い
う
武
士
が
、
あ
る
夕
暮
れ
、
満
開
の
梅
の
花
を
た
ず
ね
る
。
そ
の
芳
し
さ
に
思

わ
ず
歌
を
吟
じ
る
と
、
匂
い
た
つ
よ
う
な
美
女
が
あ
ら
わ
れ
て
、
い
ぶ
か
し
む
武
士
に
「
梅
の
香
に
誘
わ
れ
、
月
に
う
そ
ぶ
く
こ
の

夕
暮
れ
に
、
や
さ
し
き
人
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
る
こ
と
こ
そ
う
れ
し
け
れ
」
と
微
笑
み
か
け
る
。
ふ
た
り
は
和
歌
を
や
り
と
り
し
、
酒

を
汲
み
交
わ
し
、
心
を
通
じ
合
わ
せ
る
。
ふ
と
目
覚
め
る
と
夜
明
け
で
あ
り
、
男
は
梅
の
樹
の
も
と
に
伏
し
て
い
た
。
袂
の
残
り
香

に
、
梅
の
花
の
精
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
と
い
う
話
な
の
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
、
中
国
の
原
話
（
「
趙
師
雄
酔
憩
梅
花
下
云
々
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
『
龍
城
録
』
）
の
方
に
は
詩
歌
の
く
だ
り
が
な
く
、
浅
井
了
意
が
再
話
に
際
し
て
脚
色
し
、
漢
詩
と
和
歌
を
挿
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
例
え
ば
奥
州
に
流
布
す
る
「
阿
古
耶
の
松
」
の
伝
説
で
も
、
阿
古
耶
姫
の
も
と
に
毎
夜
、
実
は
古
松
の
精
で
あ
る
美
丈
夫

が
現
れ
て
や
が
て
結
ば
れ
る
の
は
、
姫
が
詩
歌
管
弦
に
堪
能
で
あ
り
、
そ
の
琴
の
妙
音
に
心
魅
か
れ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。

　
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
日
本
の
樹
霊
に
ま
つ
わ
る
説
話
に
お
い
て
は
、
精
霊
の
存
在
自
体
は
自
明
の
こ
と
だ
か
ら
こ
そ
、
意
が
通

じ
る
そ
の
通
じ
方
の
方
に
光
が
あ
て
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
が
ハ
ー
ン
は
、
「
柳
精
霊
妖
」
に
お
け
る
戦
国
の
状
況
説
明
を
簡
略
化
し
、
友
忠
の
詩
文
の
才
に
つ
い
て
、
ま
た
文
道
の
徳
に
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つ
い
て
の
語
句
を
削
除
し
た
。
和
歌
も
漢
詩
も
英
訳
を
添
え
て
残
し
て
あ
る
が
、
物
語
の
ひ
と
こ
ま
と
し
て
流
れ
の
中
に
溶
け
込
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
。
か
わ
り
に
ハ
ー
ン
が
大
き
く
前
面
に
浮
き
上
が
ら
せ
た
の
が
、
ま
ず
は
青
柳
そ
の
も
の
の
姿
で
あ
り
、
つ
い
で

物
語
全
体
を
支
配
す
る
樹
木
の
存
在
感
で
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
は
青
柳
の
描
写
を
大
き
く
膨
ら
ま
せ
た
。
友
忠
の
前
に
、
青
柳
が
あ
ら
た
め
て
姿
を
現
す
時
、
原
話
で
は
「
娘
か
た
ち
を

飾
り
衣
裳
を
か
へ
て
帳
を
か
か
げ
…
…
美
し
さ
あ
や
し
き
ほ
ど
に
ぞ
有
り
け
る
」
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
、

　
　
娘
が
衝
立
の
陰
か
ら
出
て
き
た
。
い
つ
の
ま
に
か
粗
い
が
さ
っ
ぱ
り
し
た
手
織
り
の
着
物
に
着
替
え
て
い
る
。
長
く
ゆ
る
や
か

　
な
髪
は
き
れ
い
に
櫛
で
と
か
し
つ
け
て
あ
っ
た
。
盃
に
酒
を
つ
ぐ
た
め
に
娘
が
前
か
が
み
に
な
っ
た
時
、
友
忠
は
今
ま
で
に
会
っ

　
た
ど
の
女
よ
り
も
は
る
か
に
美
し
い
の
に
気
付
い
て
驚
い
た
。
そ
の
所
作
の
一
つ
Ｉ
つ
が
優
雅
な
の
で
あ
る
。
…
…
応
え
る
言
葉

　
も
そ
の
表
情
と
同
じ
よ
う
に
甘
美
で
あ
っ
た
。
…
…
話
し
方
も
身
の
こ
な
し
方
も
旧
家
の
姫
君
の
風
情
が
あ
っ
た
。

　
と
描
く
。
長
く
ゆ
る
や
か
に
波
う
つ
髪
が
魅
力
で
あ
り
、
質
素
な
着
物
が
優
雅
な
身
の
こ
な
し
を
引
き
立
た
せ
、
凛
と
し
た
気
品

が
漂
う
貴
婦
人
の
よ
う
な
美
し
さ
を
印
象
づ
け
る
。

　
さ
ら
に
、
青
柳
が
身
を
明
か
す
時
も
、
原
話
の
「
み
づ
か
ら
も
と
人
間
の
種
な
ら
ず
柳
樹
の
精
」
と
手
短
か
に
言
う
所
を
、
ハ
ー

ン
の
青
柳
は
、
す
で
に
記
し
た
ご
と
く

　
"
I

a
m

n
o
t

a

h
u
m
a
n

b
e
i
n
g
.

T
h
e

s
o
u
l

o
f

a

t
r
e
e

i
s

m
y

s
o
u
l
;
　
―
　
t
h
e

h
e
a
r
t

o
f

a

t
r
e
e

i
s

m
y

h
e
a
r
t
;

―

t
h
e

s
a
p

o
f

t
h
e

w
i
l
l
o
w

i
s

　
ヨ
ｙ
ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
.
"
　
（
私
は
実
は
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
樹
の
魂
が
私
の
魂
、
樹
の
心
が
私
の
心
、
柳
の
樹
の
樹
液
が
私
の
命
な
の
で
す
。
）

　
と
、
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
語
り
だ
す
。
そ
の
言
葉
は
、
樹
の
魂
か
ら
樹
の
心
へ
、
そ
し
て
柳
の
幹
の
中
を
流
れ
る
瑞
々
し
い
樹

液
へ
と
、
次
第
に
リ
ズ
ム
を
強
め
な
が
ら
自
身
と
一
体
化
さ
せ
、
脈
打
つ
命
の
イ
メ
ー
ジ
を
巧
み
に
具
象
化
さ
せ
て
い
く
。
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そ
し
て
最
後
に
、
青
柳
が
苦
痛
の
叫
び
を
あ
げ
な
が
ら
友
忠
の
腕
の
中
で
、
ま
る
で
大
地
に
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
に
下
へ
下

へ
と
沈
ん
で
消
え
入
る
場
面
も
ハ
ー
ン
の
脚
色
で
あ
り
、
「
雪
女
」
の
お
雪
が
一
条
の
白
い
霧
と
化
し
て
空
へ
舞
い
上
が
っ
て
消
え

て
い
っ
た
最
後
の
よ
う
に
、
い
か
に
も
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
柳
の
樹
の
妖
精
で
あ
る
こ
と
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
青
柳
を
描
い
た
ハ
ー
ン
の
中
で
は
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
あ
わ
せ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

　
ハ
ー
ン
は
、
東
京
大
学
で
「
西
洋
の
詩
歌
に
お
け
る
樹
の
精
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
学
講
義
を
お
こ
な
い
、
西
洋
に
は
ギ
リ
シ
ャ

以
来
、
美
し
い
樹
の
ニ
ン
フ
に
神
々
や
人
間
の
男
が
恋
心
を
抱
い
て
織
り
な
さ
れ
る
物
語
の
伝
統
が
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
ハ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
カ
ロ
ン
作
と
伝
え
ら
れ
る
「
ロ
イ
コ
ス
の
物
語
」
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
原
文
は
失
わ
れ
て
い

る
が
、
欧
米
の
文
学
の
中
で
繰
り
返
し
再
話
さ
れ
て
き
た
、
樹
の
精
と
人
間
の
一
つ
の
原
型
的
な
話
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
最

も
す
ぐ
れ
た
再
話
作
品
の
例
と
し
て
、
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
サ
ヅ
ェ
ジ
・
ラ
ン
ダ
ー
（
W
a
l
t
e
r

S
a
v
a
g
e
Ｌ
ａ
乱
ｏ
ｒ
.

１
７
７
５
-
１
８
６
４
）
の
長
編
詩
「
樹
の
精
」
（
日
日
乱
ｑ
乱
）
を
詳
し
く
紹
介
す
る
。

　
そ
の
話
の
中
で
は
、
ロ
イ
コ
ス
と
い
う
名
の
若
者
が
父
親
の
命
で
森
の
中
の
樫
の
樹
を
切
り
倒
し
に
行
く
と
樫
の
樹
の
精
が
姿
を

現
し
、
そ
の
美
し
さ
に
心
奪
わ
れ
た
若
者
は
、
樹
を
伐
採
か
ら
救
う
。
樹
の
精
は
お
礼
に
毎
年
多
量
の
蜂
蜜
と
蝋
を
若
者
の
父
親
に

与
え
る
こ
と
を
申
し
出
る
の
だ
が
、
若
者
は
乙
女
の
愛
を
求
め
、
ふ
た
り
は
愛
し
あ
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
樹
の
精
は
、
決
し
て

自
分
を
裏
切
ら
な
い
よ
う
に
、
も
し
そ
ん
な
こ
と
が
あ
れ
ば
悲
し
い
結
末
に
な
る
か
ら
、
と
告
げ
る
。
だ
が
、
あ
る
時
、
ふ
と
し
た

こ
と
で
若
者
は
樹
の
精
の
心
を
踏
み
に
じ
っ
て
し
ま
う
。
樹
の
精
の
は
る
か
な
苦
痛
の
叫
び
が
聞
こ
え
た
若
者
は
驚
い
て
森
に
駆
け

込
む
。
す
る
と
樹
は
哀
れ
な
酷
い
姿
で
倒
れ
て
い
た
。
若
者
も
絶
望
し
て
そ
こ
で
や
が
て
息
絶
え
る
。

　
ハ
ー
ン
は
、
こ
う
し
た
樹
精
神
話
は
魅
力
的
か
つ
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
千
人
の
詩
人
が
幾
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
同
じ
話
に
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霊
感
を
得
て
様
々
に
語
り
直
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
新
し
さ
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
講
義
を
締
め
括
っ
た
。
講
義
が
行
わ
れ

た
月
日
は
定
か
で
な
い
の
で
、
は
た
し
て
こ
の
時
、
「
青
柳
物
語
」
の
構
想
が
す
で
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
晩

年
の
文
学
講
義
と
亡
く
な
る
半
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
怪
談
』
の
執
筆
と
は
そ
う
時
期
が
は
な
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
ま
た

ハ
ー
ン
は
す
で
に
松
江
時
代
の
エ
ッ
セ
イ
「
日
本
の
庭
で
」
の
中
で
、
「
青
柳
物
語
」
の
雛
形
と
も
い
え
る
よ
う
な
、
侍
と
庭
の
柳

の
精
に
ま
つ
わ
る
京
都
の
伝
説
に
触
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
「
樹
精
の
物
語
に
霊
感
を
得
る
一
千
人
の
詩
人
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｕ

数
の
中
に
は
、
自
分
自
身
を
も
含
め
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
は
素
材
に
用
い
た
日
本
の
「
柳
精
霊
妖
」
を
換
骨
脱
胎
し
て
、
話
の
力
点
を
詩
歌
の
効
力
か
ら
、
人

間
と
結
ば
れ
る
樹
の
妖
精
そ
の
も
の
へ
と
移
し
た
。
そ
し
て
、
や
は
り
人
間
の
男
と
樹
の
精
の
物
語
で
あ
る
「
ロ
イ
コ
ス
の
物
語
」

を
原
型
と
す
る
西
洋
の
樹
霊
の
話
の
系
譜
に
ハ
ー
ン
の
再
話
作
品
「
青
柳
物
語
」
を
つ
ら
ね
て
み
る
と
、
そ
こ
で
一
番
異
な
っ
て
く

る
の
は
、
人
間
と
樹
々
の
関
係
の
あ
り
か
た
な
の
で
あ
る
。

　
ラ
ン
ダ
ー
の
「
樹
の
精
」
で
は
、
樹
を
材
木
と
し
て
伐
採
し
な
い
か
わ
り
に
蜜
の
収
穫
を
得
る
と
い
う
物
質
的
な
関
係
の
要
素
が

人
間
と
樹
木
の
間
に
前
提
と
し
て
あ
る
。
そ
の
利
害
関
係
を
乗
り
越
え
た
所
で
、
若
者
ロ
イ
コ
ス
と
樹
の
精
の
愛
は
始
ま
る
の
だ

が
、
最
終
的
に
は
「
オ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
」
や
「
人
魚
姫
」
の
話
と
同
様
、
男
の
不
実
に
よ
っ
て
悲
劇
に
終
わ
る
。
人
間
側
の
破
約
に
よ

っ
て
、
人
間
な
ら
ぬ
存
在
と
の
関
係
が
破
綻
す
る
の
は
、
た
し
か
に
、
い
わ
ゆ
る
異
類
婚
姻
譚
に
多
く
み
ら
れ
る
結
末
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
青
柳
物
語
」
の
中
の
友
忠
は
最
後
ま
で
青
柳
に
忠
実
で
あ
り
、
青
柳
の
死
後
も
二
人
の
絆
を
守
り
続
け
る
。
柳
の
老
夫
婦

も
友
忠
に
青
柳
を
託
す
時
、
決
し
て
お
金
を
受
け
と
ら
ず
、
ま
た
ロ
イ
コ
ス
に
対
し
て
樹
の
精
が
発
し
た
よ
う
な
警
告
の
言
葉
で
は

な
く
、
信
頼
の
言
葉
の
み
で
送
り
出
す
。
つ
ま
り
前
述
し
た
よ
う
な
、
「
青
柳
物
語
」
の
世
界
を
彩
る
優
し
さ
と
愛
と
信
頼
は
、
と
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り
も
な
お
さ
ず
そ
の
物
語
に
お
け
る
人
間
と
樹
々
の
精
、
ひ
い
て
は
人
間
と
自
然
と
の
か
か
わ
り
方
を
表
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ハ
ー
ン
が
来
日
当
初
、
桜
の
樹
々
の
美
し
さ
に
感
嘆
し
て
、
そ
の
美
し
さ
は
人
間
と
樹
々
と
が
気
持
ち
を
通
い
あ
わ
せ
て
き
た
こ

と
の
賜
物
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
た
こ
と
、
ま
た
、
西
洋
の
功
利
主
義
的
な
樹
木
観
と
対
比
さ
せ
て
日
本
の
樹
霊
信
仰
に
感
銘
を
受

け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
が
、
樹
霊
と
人
間
の
結
び
つ
き
を
描
い
た
晩
年
の
「
青
柳
物
語
」
と
は
、
あ
た
か
も
日
本
の

樹
々
か
ら
受
け
た
そ
の
印
象
が
物
語
化
さ
れ
て
表
現
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
ハ
ー
ン
が
、
こ
の
親
密
で
清
ら
か
な
世
界
を
直
接
は
提
示
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
と
し
て
は
語
っ
て
い
な
い
こ
と
に

注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ハ
ー
ン
は
、
友
恵
と
青
柳
の
織
り
な
す
人
間
と
樹
霊
の
物
語
を
、
さ
ら
に
大
き
な
樹
木
の
存
在
感
で
包
み
込

ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
こ
そ
、
ハ
ー
ン
の
再
話
の
創
意
が
あ
る
。

　
ハ
ー
ン
が
原
話
に
加
え
た
一
番
重
要
な
変
更
は
、
物
語
冒
頭
に
お
け
る
柳
の
老
樹
の
描
写
で
あ
る
。

　
既
に
記
し
た
よ
う
に
原
話
で
は
、
「
路
の
旁
ら
に
茅
舎
の
中
に
煙
ふ
す
ぶ
り
け
れ
ば
、
友
忠
馬
を
う
ち
よ
せ
て
み
る
に
、
姥
祖
父

十
七
八
の
娘
を
中
に
…
…
」
と
続
き
、
柳
の
樹
へ
の
言
及
は
な
い
。
老
婆
が
戸
を
開
け
て
迎
え
入
れ
る
所
も
な
い
。
最
後
に
、
山
の

中
の
道
ぞ
い
に
柳
の
樹
が
あ
っ
た
の
だ
と
切
株
で
わ
か
る
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ハ
ー
ン
は
、
先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
こ
う

記
す
。

"
l
o
m
o
t
a
d
a

u
n
e
x
o
e
c
t
e
d
l
v

o
e
r
c
e
i
v
e
d

t
h
e

t
h
a
t
c
h
e
d

r
o
o
f

o
f

a

c
o
t
t
a
g
e

o
n

t
h
e

s
u
m
m
i
t

o
f

a

n
e
a
r

h
i
l
l
｡

w
h
e
r
e

w
i
l
l
o
w

t
r
e
e
s

　
w
e
r
e

g
r
o
w
i
n
g
.
"
　
（
思
い
も
か
け
ず
、
小
さ
な
家
の
藁
葺
き
の
屋
根
が
目
に
入
っ
た
。
そ
れ
は
近
く
の
丘
の
頂
き
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
柳
の
樹
々

　
が
生
い
立
っ
て
い
た
。
）
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友
忠
の
視
線
は
、
茅
葺
き
の
屋
根
か
ら
丘
の
丸
い
頂
き
へ
、
そ
し
て
そ
の
頂
き
に
立
つ
柳
の
樹
々
へ
と
移
っ
て
い
く
。
か
く
し
て

読
者
の
脳
裏
に
は
、
丘
の
上
に
立
つ
樹
木
の
映
像
が
影
絵
の
よ
う
に
刻
み
こ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
山
道
の
脇
に
生
え
る
柳
の
樹
が
、
北
陸
の
山
中
で
現
実
に
見
う
け
ら
れ
る
日
常
的
な
風
景
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
丘
の
稜
線
の
上

に
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る
樹
木
の
シ
ル
エ
ッ
ト
は
、
神
話
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
天
と
地
、
神
々
と
人
間
と

を
結
ぶ
、
い
わ
ゆ
る
世
界
樹
、
生
命
の
樹
の
面
影
さ
え
漂
う
。
そ
し
て
そ
の
神
話
的
な
樹
木
が
、
柳
の
老
母
の
姿
に
化
身
し
、
旅
の

若
武
者
に
向
か
っ
て
扉
を
開
き
、
誘
う
。

　
ハ
ー
ン
の
「
青
柳
物
語
」
の
中
心
を
な
す
の
は
、
若
者
と
柳
の
妖
精
の
優
し
く
清
ら
か
な
恋
物
語
な
の
だ
が
、
そ
の
い
わ
ば
夢
の

世
界
へ
「
さ
あ
、
ど
う
ぞ
中
へ
」
と
招
き
入
れ
る
の
は
、
丘
の
上
に
立
つ
柳
の
老
樹
に
他
な
ら
な
い
。
老
樹
の
精
霊
が
、
導
入
部
分

と
結
末
の
一
歩
引
い
た
調
子
の
語
り
に
は
さ
ま
れ
た
劇
中
劇
の
ご
と
く
、
樹
霊
と
の
婚
姻
の
物
語
を
提
示
す
る
。
樹
木
と
人
間
の
物

語
を
、
日
本
の
原
話
に
も
、
ま
た
ハ
ー
ン
が
意
識
し
た
だ
ろ
う
西
洋
の
「
ロ
イ
コ
ス
の
物
語
」
の
系
譜
に
も
な
い
枠
組
み
、
つ
ま
り

は
二
重
の
物
語
構
造
で
囲
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
老
樹
の
象
徴
的
な
存
在
が
、
物
語
全
体
を
支
配
す
る
が
ご
と
く
冒
頭
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
最
後
に
友
恵
が

行
脚
の
僧
と
な
る
と
い
う
結
末
も
、
よ
り
根
源
的
な
深
み
を
も
っ
て
昇
華
さ
れ
、
読
む
者
の
心
に
響
い
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
原
話
の
「
柳
精
霊
妖
」
で
は
、
男
は
「
天
に
こ
が
れ
地
に
ふ
し
て
か
な
し
め
ど
も
、
さ
り
し
面
影
は
夢
に
だ
に
み
え
ず
、
せ
ん
か

た
な
け
れ
ば
」
出
家
し
、
実
家
の
跡
の
柳
の
切
株
の
傍
に
塚
を
つ
き
「
泣
く
泣
く
別
れ
去
り
け
り
」
と
あ
る
。
こ
の
や
や
大
仰
な
悲

し
み
の
記
述
を
ハ
ー
ン
は
削
除
し
、
か
わ
り
に
、
「
国
中
を
あ
ま
ね
く
行
脚
し
、
各
地
の
霊
場
Ｈ
ｏ
ｌ
ｙ
　
Ｐ
ｌ
ａ
ｃ
ｅ
ｓ
に
詣
で
」
と
諸
国
巡
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礼
の
旅
の
部
分
を
膨
ら
ま
せ
、
原
話
に
は
な
い
「
（
青
柳
の
）
父
母
の
た
め
に
」
も
仏
事
を
営
ん
だ
と
い
う
記
述
を
付
け
加
え
た
。
こ

こ
に
、
友
恵
が
最
後
に
選
択
し
た
生
き
方
、
諸
国
行
脚
の
巡
礼
の
旅
は
、
も
は
や
妻
の
弔
い
と
い
う
レ
べ
ル
に
は
と
ど
ま
ら
な
く
な

っ
て
い
く
。

　
青
柳
の
父
母
と
は
、
物
語
冒
頭
に
現
れ
る
丘
の
上
の
柳
の
老
樹
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
友
忠
は
、
そ
の
よ
う
な
老
樹
、
巨
樹
が

う
っ
そ
う
と
繁
る
山
深
き
聖
地
を
巡
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
男
は
あ
た
か
も
、
冒
頭
の
老
樹
の
誘
い
に
応
え
る
が
ご
と
く
、
樹
々
の

聖
域
に
入
っ
て
い
く
。
男
が
受
け
止
め
た
の
は
、
青
柳
と
の
絆
で
あ
る
と
同
時
に
、
聖
な
る
樹
木
そ
の
も
の
の
世
界
な
の
だ
と
い
え

　
　
「
青
柳
物
語
」
と
は
ま
さ
し
く
、
夢
の
世
界
を
提
示
し
た
老
樹
の
い
ざ
な
い
と
、
そ
の
い
ざ
な
い
に
応
え
る
男
の
物
語
な
の
で
は

な
い
か
。

　
そ
し
て
、
そ
の
老
樹
と
の
絆
を
別
の
角
度
か
ら
語
る
の
が
、
『
怪
談
』
の
中
で
「
青
柳
物
語
」
の
次
に
お
か
れ
た
「
十
六
桜
」
で

あ
る
。
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（
５
）
　
平
川
祐
弘
訳
「
青
柳
物
語
」
、
『
小
泉
ハ
雲
名
作
選
集
　
怪
談
・
奇
談
』
、
講
談
社
学
術
文
庫
。
た
だ
し
、
部
分
的
に
語
句
を
変
え
た
と

　
　
こ
ろ
も
あ
る
。
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ｔ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
　
ｏ
ｆ

Ｌ
ａ
ｆ
ｃ
ａ
ｄ
ｉ
ｏ
　
Ｈ
ｅ
ａ
ｍ
｡
　
ｖ
ｏ
ｌ
.
　
１
１
｡
　
ｒ
ｅ
ｐ
ｒ
ｏ
ｄ
ｕ
ｃ
ｅ
ｄ
　
ｂ
ｙ
　
Ｒ
ｉ
ｎ
ｓ
ｅ
ｎ
　
Ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
　
Ｃ
ｏ
.

（
６
）
　
「
柳
精
霊
妖
」
、
『
小
泉
八
雲
名
作
選
集
　
怪
談
・
奇
談
』
巻
末
「
原
拠
」
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
三
九
二
頁

（
７
）
　
浅
井
了
意
『
伽
婢
子
・
２
』
江
本
裕
校
訂
、
平
凡
社
・
東
洋
文
庫
、
一
〇
三
頁

（
８
）
　
日
野
巌
『
植
物
怪
異
伝
説
新
考
』
有
明
書
房
、
昭
和
五
三
年
、
二
九
九
頁

（
９
）
　
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集
　
第
七
巻
　
文
学
の
解
釈
Ⅱ
』
、
恒
文
社
、
一
九
八
五
年
、
二
七
三
頁

（
1
0
）
　
。
ロ
イ
コ
ス
の
物
語
〃
を
あ
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
伝
承
文
学
論
の
古
典
と
さ
れ
る

　
　
　
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ａ
ｓ
　
Ｋ
ｅ
ｉ
ｇ
ｈ
ｔ
ｌ
ｅ
ｙ
｡
　
Ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｆ
ａ
ｉ
ｒ
ｙ
　
Ｍ
ｙ
ｔ
ｈ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｙ
｡
　
　
１
８
５
０
の
中
の
記
述
〔
『
妖
精
の
誕
生
』
市
場
泰
男
訳
、
社
会
思
想
社
、
一
九
八
二
年
、

　
　
二
二
三
頁
〕
に
倣
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
回
書
は
ヘ
ル
ン
文
庫
に
含
ま
れ
、
ま
た
ハ
ー
ン
は
す
で
に
来
日
前
、
こ
の
本
を
読
ん
で
神
話

　
　
伝
説
の
比
較
研
究
を
興
味
深
く
思
っ
た
こ
と
を
、
友
人
の
ク
レ
イ
ビ
ー
ル
宛
一
八
八
三
年
九
月
の
手
紙
に
記
し
て
い
る
。

（
1
1
）
　
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集
　
第
七
巻
』
「
解
説
」
の
な
か
で
、
池
田
雅
之
氏
は
ハ
ー
ン
の
「
西
洋
の
詩
歌
に
お
け
る
樹
の
精
に

　
　
つ
い
て
」
に
ふ
れ
て
、
「
青
柳
物
語
」
は
仏
教
の
輪
廻
思
想
を
借
り
る
一
方
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
枠
組
み
を
想
像
力
の
源
泉
と
し
て
い
る

　
　
と
指
摘
し
て
い
る
。
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